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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
五
号
（
令
和
六
年
三
月
刊
）

か
た
へ
の
人
わ
ら
ふ
こ
と
に
や
有
け
ん

︱
︱﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
八
十
七
段
の
笑
い
︱
︱

佐
々
木
　
　
　
勇

〇
、
本
稿
の
目
的

　

本
稿
の
対
象
と
す
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
八
十
七
段（1
）の
前
半
を
、
本
文
と
し
て

採
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
学
習
院
大
学
蔵
天
福
本
を
原
本
の
行
取
り
で
翻
刻
し

て
、
左
に
示
す
。

む
か
し
お
と
こ
津
の
く
に
む
は
ら
の
こ
ほ
り

あ
し
や
の
さ
と
に
し
る
よ
し
ゝ
て
い
き
て

す
み
け
り
む
か
し
の
う
た
に

︻
新
古
今
︼
あ
し
の
や
の
な
（
平
）
た
（
平
濁
）
の
し
ほ
や
き
い
と
ま
な
み

つ
け
の
を
く
し
も
さ
ゝ
す
き
に
け
り

と
よ
み
け
る
そ
こ
の
さ
と
を
よ
み
け
る

こ
ゝ
を
な
む
あ
し
や
の
な
た
と
は
い
ひ

け
る
こ
の
お
と
こ
な
ま
み
や
つ
か
へ
し
け
れ
は
」
66
オ

そ
れ
を
た
よ
り
に
て
ゑ
うふ
イ

の
す
け
と
も

あ
つ
ま
り
き
に
け
り
こ
の
お
と
こ
の
こ
の

か
み
も
ゑ
ふ
の
か
み
な
り
け
り
そ
の
家

の
ま
へ
の
海
の
ほ
と
り
に
あ
そ
ひ
あ
り
き

て
い
さ
こ
の
山
の
か
み
に
あ
り
と
い
ふ

ぬ
の
ひ
き
の
た
き
見
に
の
ほ
ら
ん
と
い
ひ

て
の
ほ
り
て
見
る
に
そ
の
た
き
物
よ
り

こ
と
也
な
か
さ
二
十
丈
ひ
ろ
さ
五
丈
許

な
る
い
し
の
お
も
て
し
ら
き
ぬ
に
」
66
ウ

い
は
を
つ
ゝ
め
ら
ん
や
う
に
な
む
あ
り

け
る
さ
る
た
き
の
か
み
に
わ
ら
う
た
の

お
ほ
き
さ
し
て
さ
し
い
て
た
る
い
し
あ
り

そ
の
い
し
の
う
へ
に
は
し
り
か
ゝ
る
水
は

せ
う
か
う
し
く
り
の
お
ほ
き
さ
に
て
こ
ほ
れ

お
つ
そ
こ
な
る
人
に
み
な
た
き
の
哥

よ
ま
す
か
の
ゑ
ふ
の
か
み
ま
つ
よ
む

︻
新
古
今
︼
わ
か
世
を
は
け
ふ
か
あ
す
か
と
ま
つ
か
（
上
）
ひ
（
上
）
の

な
み
た
の
た
き
と
い
つ
れ
た
か
け
ん
」
67
オ

あ
る
し
つ
き
に
よ
む

ぬ
き
み
た
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し
白
玉
の
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ま
な
く
も
ち
る
か
そ
て
の
せ
は
き
に

と
よ
め
り
け
れ
は
か
た
へ
の
人
わ
ら
ふ

こ
と
に
や
有
け
ん
こ
の
哥
に
め
て
ゝ
や
み
に
け
り

　

こ
の
部
分
は
、
近
年
、
教
科
書
本
文
の
元
と
な
る
こ
と
が
多
い
﹃
新
編 

日
本

古
典
文
学
全
集
﹄（
一
九
九
四
年
、
小
学
館
）
で
は
、
福
井
貞
助
に
よ
っ
て
、
左

の
本
文
に
整
定
さ
れ
、
現
代
語
訳
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
振
り
仮
名
を
省
略
し

て
引
用
す
る
（
引
用
文
・
用
例
所
在
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
段
数
と

頁
数
と
で
示
す
。
以
下
同
じ
）。

　

む
か
し
、
男
、
津
の
国
、
菟
原
の
郡
、
蘆
屋
の
里
に
し
る
よ
し
し
て
、

い
き
て
す
み
け
り
。
昔
の
歌
に
、

蘆
の
屋
の
灘
の
し
ほ
焼
き
い
と
ま
な
み
つ
げ
の
小
櫛
も
さ
さ
ず
来
に

け
り

と
よ
み
け
る
ぞ
、
こ
の
里
を
よ
み
け
る
。
こ
こ
を
な
む
蘆
屋
の
灘
と
は
い

ひ
け
る
。
こ
の
男
、
な
ま
宮
づ
か
へ
し
け
れ
ば
、
そ
れ
を
た
よ
り
に
て
、

衛
府
の
佐
ど
も
集
り
来
に
け
り
。
こ
の
男
の
こ
の
か
み
も
衛
府
の
督
な
り

け
り
。
そ
の
家
の
前
の
海
の
ほ
と
り
に
、
遊
び
歩
き
て
、「
い
ざ
、
こ
の
山

の
か
み
に
あ
り
と
い
ふ
布
引
の
滝
見
に
の
ぼ
ら
む
」
と
い
ひ
て
、
の
ぼ
り

て
見
る
に
、
そ
の
滝
、
も
の
よ
り
こ
と
な
り
。
長
さ
二
十
丈
、
広
さ
五
丈

ば
か
り
な
る
石
の
お
も
て
、
白
絹
に
岩
を
つ
つ
め
ら
む
や
う
に
な
む
あ
り

け
る
。
さ
る
滝
の
か
み
に
、
わ
ら
う
だ
の
大
き
さ
し
て
、
さ
し
い
で
た
る

石
あ
り
。
そ
の
石
の
上
に
走
り
か
か
る
水
は
、
小
柑
子
、
栗
の
大
き
さ
に

て
こ
ぼ
れ
落
つ
。
そ
こ
な
る
人
に
み
な
滝
の
歌
よ
ま
す
。
か
の
衛
府
の
督

ま
づ
よ
む
。

わ
が
世
を
ば
今
日
か
明
日
か
と
待
つ
か
ひ
の
涙
の
滝
と
い
づ
れ
高
け
む

あ
る
じ
、
次
に
よ
む
。

ぬ
き
乱
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し
白
玉
の
ま
な
く
も
散
る
か
袖
の
せ
ば
き
に

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
か
た
へ
の
人
、
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
、
こ
の
歌

に
め
で
て
や
み
に
け
り
。

︻
現
代
語
訳
︼

　

昔
、
男
が
、
摂
津
の
国
、
菟
原
の
郡
の
蘆
屋
の
里
に
所
領
が
あ
る
縁
で
、

そ
こ
に
行
っ
て
住
ん
だ
。
昔
の
歌
に
、

蘆
の
屋
の
⋮
⋮（
蘆
屋
の
灘
の
塩
を
焼
い
て
暇
が
な
い
の
で
、
黄
楊
の

小
櫛
も
さ
さ
ず
に
来
て
し
ま
い
ま
し
た
よ
）

と
詠
じ
た
の
は
、
こ
の
里
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
蘆
屋
の
灘
と

言
っ
た
。
こ
の
男
は
、
さ
し
た
る
地
位
で
も
な
い
宮
廷
勤
め
を
し
て
い
た

の
で
、
そ
れ
を
縁
に
し
て
、
衛
府
の
佐
た
ち
が
集
っ
て
き
た
。
こ
の
男
の

兄
も
衛
府
の
督
で
あ
っ
た
。
そ
の
、
男
の
家
の
前
の
海
辺
を
あ
ち
こ
ち
遊

覧
し
て
ま
わ
っ
て
、「
さ
あ
、
こ
の
山
の
上
に
あ
る
と
い
う
布
引
の
滝
を
見

に
登
り
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
、
登
っ
て
見
る
と
、
そ
の
滝
は
ふ
つ
う
の

滝
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
長
さ
二
十
丈
、
広
さ
五
丈
ほ
ど
の
石
の
表
面
、

そ
こ
に
ま
る
で
白
絹
に
岩
を
つ
つ
ん
だ
よ
う
な
光
景
で
水
が
流
れ
落
ち
て

い
た
。
そ
ん
な
滝
の
上
の
方
に
、
円
座
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
差
し
出
た
石

が
あ
る
。
そ
の
石
の
上
に
い
き
お
い
よ
く
流
れ
そ
そ
ぐ
水
は
、
小
柑
子
、

栗
ほ
ど
の
水
玉
と
な
っ
て
、
飛
び
散
り
落
下
す
る
。
そ
こ
に
い
る
人
に
残

ら
ず
、
滝
の
歌
を
詠
ま
せ
る
。
あ
の
衛
府
の
督
が
、
ま
ず
詠
む
。

わ
が
世
を
ば
⋮
⋮（
私
の
得
意
の
時
が
、
今
日
来
る
か
明
日
来
る
か
と

待
つ
そ
の
か
い

0

0

も
な
く
流
れ
落
ち
る
涙
の
滝
と
、
こ
の
滝
と
、
ど
ち

ら
が
高
い
こ
と
で
あ
ろ
う
）
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主
人
の
男
が
、
次
に
詠
む
。

ぬ
き
乱
る
⋮
⋮（
滝
の
上
の
方
で
、
緒
を
引
き
ぬ
く
こ
と
を
し
て
、
つ

ら
ね
て
あ
る
白
玉
を
乱
し
流
し
て
い
る
人
が
い
る
ら
し
い
。
な
ん
と

白
玉
が
絶
え
間
な
く
散
る
こ
と
か
、
そ
れ
を
受
け
る
私
の
袖
は
狭
い

の
に
）

と
詠
ん
だ
の
で
、
側
に
い
た
人
は
、
お
か
し
み
を
覚
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

こ
の
歌
に
興
じ
い
っ
て
歌
を
詠
む
の
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。

 

（
八
七
段
・
190
~
192
頁
）

　

右
引
用
の
と
お
り
、「
ぬ
き
乱
る
」
の
歌
を
聞
い
た
人
々
が
「
お
か
し
み
を
覚

え
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
歌
に
興
じ
い
っ
て
歌
を
詠
む
の
を
や
め
て
し
ま
っ

た
。」
と
す
る
。

　

し
か
し
、「
笑
ふ
こ
と
」
は
、「
お
か
し
み
を
覚
え
」
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、「
ぬ
き
乱
る
」
の
歌
は
、「
お
か
し
み
を
覚
え
」
る
歌
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、「
お
か
し
み
を
覚
え
」
る
こ
と
と
「
興
じ
い
」
る
こ
と
と
が
同
時
に

起
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
稿
は
、
右
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
八
七
段
本
文
に
つ
い
て
、
こ
と
ば
に
基
づ

く
、
自
然
な
解
釈
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
、『
伊
勢
物
語
』
成
立
時
に
お
け
る
「
わ
ら
ふ
」

　

ま
ず
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
成
立
時
の
動
詞
「
わ
ら
ふ
」
の
意
味
を
確
認
す
る
。

　
﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
は
、
も
う
一
例
、「
わ
ら
ふ
」
の
用
例
が
有
る
。

例
の
、
こ
の
み
曹
司
に
は
、
人
の
見
る
を
も
し
ら
で
の
ぼ
り
ゐ
け
れ
ば
、

こ
の
女
、
思
ひ
わ
び
て
里
へ
ゆ
く
。
さ
れ
ば
、
な
に
の
、
よ
き
こ
と
、
と

思
ひ
て
、
い
き
か
よ
ひ
け
れ
ば
、
み
な
人
聞
き
て
笑
ひ
け
り
。

（
女
の
里
へ
し
ば
し
ば
行
き
来
し
た
の
で
、
人
々
は
み
な
こ
れ
を
聞
い
て

笑
っ
た
の
で
あ
っ
た
。） 

（
六
五
段
・
167
頁
）

　

右
の
（　

）
内
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
現
代
語
訳
抜
粋
で
あ
る

（
以
下
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
を
引
用
す
る
場
合
は
、
同
じ
）。

　

右
例
は
、
男
の
常
識
外
れ
の
行
動
を
笑
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
代
語
「
笑

う
」
の
用
法
に
等
し
い
。

　

左
に
、
同
時
代
に
お
け
る
「
わ
ら
ふ
」
の
用
例
を
加
え
る
。

寛
平
御
時
に
、
う
へ
の
侍
ひ
に
侍
り
け
る
を
の
こ
ど
も
、
瓶
を
持
た
せ
て
、

后
の
宮
の
御
方
に
「
大
御
酒
の
お
ろ
し
」
と
聞
え
に
奉
り
た
り
け
る
を
、

蔵
人
ど
も
笑
ひ
て
、
瓶
を
お
前
に
も
て
い
で
て
、
と
も
か
く
も
言
は
ず
な

り
に
け
れ
ば
、
使
ひ
の
帰
り
来
て
「
さ
な
む
あ
り
つ
る
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、

蔵
人
の
な
か
に
お
く
り
け
る

　
（
女
蔵
人
た
ち
が
笑
い
な
が
ら
瓶
を
御
前
に
持
ち
出
し
た
が
、）

 

（
古
今
和
歌
集
・
雑
歌
上
・
874
番
歌
詞
書
き
・
332
頁
）

　

女
ど
も
の
見
て
笑
ひ
け
れ
ば
よ
め
る　
　

兼
芸
法
師

か
た
ち
こ
そ
深
山
が
く
れ
の
朽
木
な
れ
心
は
花
に
な
さ
ば
な
り
な
む

 

（
女
た
ち
が
作
者
を
見
て
笑
っ
た
の
で
詠
ん
だ
）

 

（
古
今
和
歌
集
・
雑
歌
上
・
875
番
歌
詞
書
き
・
333
頁
）

そ
の
う
た
ふ
歌
は
、

春
の
野
に
て
ぞ
音
を
ば
泣
く　

若
薄
に　

手
切
る
切
る
摘
ん
だ
る
菜

を　

親
や
ま
ぼ
る
ら
む　

姑
や
食
ふ
ら
む　

か
へ
ら
や
夜
べ
の
う
な

ゐ
も
が
な　

銭
乞
は
む　

そ
ら
ご
と
を
し
て　

お
ぎ
の
り
わ
ざ
を
し

て　

銭
も
持
て
来
ず　

お
の
れ
だ
に
来
ず
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こ
れ
な
ら
ず
多
か
れ
ど
も
、
書
か
ず
。
こ
れ
ら
を
人
の
笑
ふ
を
聞
き
て
、

海
は
荒
る
れ
ど
も
、
心
は
す
こ
し
凪
ぎ
ぬ
。

 

（
こ
れ
ら
を
人
が
笑
う
の
を
聞
い
て
、）

 

（
土
左
日
記
・
九
日
・
25
頁
）

ま
だ
幼
き
童
の
言
な
れ
ば
、
人
々
笑
ふ
と
き
に
、
あ
り
け
る
女
童
な
む
、

こ
の
歌
を
よ
め
る
。

ま
こ
と
に
て
名
に
聞
く
と
こ
ろ
羽
根
な
ら
ば
飛
ぶ
が
ご
と
く
に
み
や

こ
へ
も
が
な

と
ぞ
い
へ
る
。
男
も
女
も
、
い
か
で
と
く
京
へ
も
が
な
、
と
思
ふ
心
あ
れ

ば
、
こ
の
歌
よ
し
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
げ
に
、
と
思
ひ
て
、
人
々
忘
れ
ず
。

 

（
人
々
が
笑
っ
た
お
り
に
、）

 

（
土
左
日
記
・
十
一
日
・
27
頁
）

そ
の
歌
、
よ
め
る
文
字
、
三
十
文
字
あ
ま
り
七
文
字
。
人
み
な
、
え
あ
ら

で
、
笑
ふ
や
う
な
り
。
歌
主
、
い
と
気
色
悪
し
く
て
、
怨
ず
。
ま
ね
べ
ど

も
え
ま
ね
ば
ず
。
書
け
り
と
も
、
え
読
み
据
ゑ
が
た
か
る
べ
し
。
今
日
だ

に
い
ひ
が
た
し
。
ま
し
て
後
に
は
い
か
な
ら
む
。

 

（
人
々
は
み
な
、
こ
ら
え
き
れ
ず
、
笑
っ
て
い
る
よ
う
だ
。）

 

（
土
左
日
記
・
十
八
日
・
33
頁
）

　
﹃
古
今
和
歌
集
﹄﹃
土
左
日
記
﹄
に
お
け
る
「
笑
ふ
」
も
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
同
様
、

予
想
外
の
行
動
や
常
識
外
れ
の
歌
に
つ
い
て
抱
い
た
感
情
が
、
思
わ
ず
、
笑
い

声
や
表
情
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
動
作
で
あ
る
。
興
味
深
く
思
う
、
と
い
う
感

慨
・
思
考
で
は
な
い
。

　
﹃
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版　

13
﹄（
二
〇
〇
二
年
、
小
学
館
）
で
は
、「
わ

ら
・
う
[
わ
ら
ふ
]︻
笑
・
咲
・
嗤
︼」
の
最
初
に
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

（
1
） 喜
び
や
お
か
し
さ
な
ど
の
心
情
を
、
声
ま
た
は
顔
の
表
情
で
表
出
す

る
。
お
か
し
が
っ
て
顔
を
く
ず
し
声
を
た
て
る
。
哄
笑
（
こ
う
し
ょ

う
）
す
る
。
え
む
。

＊
新
訳
華
厳
経
音
義
私
記
︹
794
︺「
微
笑　

下
音
焼　

訓
和
良
布
」

＊  

竹
取
物
語
︹
9
Ｃ
末
~
10
Ｃ
初
︺「
こ
れ
を
聞
て
、
は
な
れ
給
ひ
し
も

と
の
上
は
は
ら
を
き
り
て
わ
ら
ひ
給
ふ
」

＊  

大
鏡
︹
12
Ｃ
前
︺
一
・
序
「
あ
ふ
ぎ
を
さ
し
か
く
し
て
、
気
色
だ
ち

わ
ら
ふ
ほ
ど
も
、
さ
す
が
に
を
か
し
」

＊  

観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
︹
1
2
4
1
︺「
咲　

ワ
ラ
フ　

ヱ
ム　

ヱ　

ヱ
ワ
ラ
フ
」

＊  

源
平
盛
衰
記
︹
14
Ｃ
前
︺
二
六
・
御
所
侍
酒
盛
事
「
二
三
十
人
が
音

し
て
拍
子
を
と
り
喚
叫
。
は
と
笑
（
ワ
ラ
ヒ
）、
ど
と
笑
な
ど
」

＊  

日
葡
辞
書
︹
1
6
0
3
~
0
4
︺「
ド
ッ
トvar ǒ

（
ワ
ラ
ウ
）︿
訳
﹀

大
勢
の
人
が
、
い
っ
せ
い
に
大
声
で
笑
う
」

＊  

小
学
読
本
︹
1
8
8
4
︺︿
若
林
虎
三
郎
﹀
五
「
春
の
暮
、
夏
の
初
、

風
穏
に
波
静
に
し
て
水
天
一
碧
睡
る
が
如
く
笑
ふ
が
如
き
日
」

（（
2
）以
下
、
省
略
。）

　
﹃
角
川
古
語
大
辞
典　

第
五
巻
﹄（
一
九
九
九
年
、
角
川
書
店
）
で
は
、
左
の

と
お
り
で
あ
る
。

① 

に
こ
に
こ
す
る
意
の
「
ゑ
む
」
よ
り
も
感
情
の
表
し
方
が
強
く
、
口
を

あ
け
声
を
立
て
て
喜
び
や
お
か
し
さ
を
表
出
す
る
。
一
般
に
、
状
況
や

性
情
が
普
通
と
は
異
な
っ
て
い
る
事
柄
が
対
象
と
な
り
、﹃
尤
の
草
紙
・

下
﹄
に
は
「
わ
ら
ふ
物
の
し
な
じ
な
、
一
、
左
縄
、
み
ゝ
づ
く
に
小
鳥
、

物
狂
に
子
共
の
あ
つ
ま
り
、
狂
言
、
上
手
の
は
な
し
、
な
ま
じ
ゐ
の
事
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を
と
り
か
ゝ
り
て
え
し
と
ゞ
け
ざ
る
事
、
天
狗
が
く
さ
び
ら
に
ゑ
ひ
た

る
」
な
ど
と
あ
る
。

㋑
声
を
立
て
て
お
も
し
ろ
が
る
。
哄
笑
す
る
。

例 　
「
皇
軍
︷
い
く
さ
の
き
み
︸
大
に
悦
て
天
に
仰
て
咲
︷
ワ
ラ
ヘ
︸

ば
」　
︹
神
武
即
位
前
紀
戊
午
年
・
伊
勢
本
訓
︺

例 　
「
尼
共
も
木
伐
人
共
も
、
互
に
舞
つ
ゝ
な
む
咲
（
わ
ら
ひ
）
け
る
」　

︹
今
昔
物
語
集
・
二
八
・
二
八
︺

例 　
「
わ
ろ
う
て
つ
ら
き
日
も
あ
れ
ば
泣
︷
な
い
︸
て
嬉
し
き
夜
半
も

有
」　
︹
穴
可
至
子
︺

㋺
あ
ざ
け
る
。
嘲
笑
す
る
。

例 　
「
後
生
の
賢
者
、
幸
し
く
も
𠹛
嗤　
︿
和
良
不
己
止
﹀
勿
れ
」　
︹
日

本
霊
異
記
・
上
・
序
︺

例 　
「
な
よ
び
か
に
、
を
か
し
き
こ
と
は
な
く
て
、
交
野
の
少
将
に
は
、

わ
ら
は
れ
給
ひ
け
ん
か
し
」　
︹
源
氏
物
語
・
帚
木
︺

（
②
以
下
、
省
略
。）

　

右
の
よ
う
に
、
古
代
語
に
お
け
る
「
笑
ふ
」
も
、
現
代
語
同
様
、「
喜
び
や
お

か
し
さ
な
ど
の
心
情
を
、
声
ま
た
は
顔
の
表
情
で
表
出
す
る
」
動
作
で
あ
る
。

感
嘆
し
・
称
讃
す
る
場
合
に
起
き
る
動
作
で
は
な
い
。

二
、「
ぬ
き
み
た
る
」
の
歌

　
「
ゑ
ふ
の
か
み
」
の
「
わ
か
世
を
は
け
ふ
か
あ
す
か
と
ま
つ
か
ひ
の
／
な
み
た

の
た
き
と
い
つ
れ
た
か
け
ん
」
の
次
に
、「
あ
る
し
」
が
「
ぬ
き
み
た
る
人
こ
そ

あ
る
ら
し
白
玉
の
／
ま
な
く
も
ち
る
か
そ
て
の
せ
は
き
に
」
と
詠
ん
だ
。

　

こ
の
「
ぬ
き
乱
る
」
歌
は
、
壮
大
な
滝
の
さ
ら
に
そ
の
上
か
ら
、
白
玉
を
連

ね
る
緒
を
引
き
ぬ
く
神
の
ご
と
き
人
を
想
定
し
、
そ
の
ぬ
き
乱
れ
た
大
粒
の
白

玉
が
下
界
の
人
々
の
狭
い
袖
に
散
っ
て
く
る
、
と
詠
む
。
流
れ
落
ち
る
大
量
の

水
と
し
ぶ
き
と
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
人
々
と
の
、
時
間
と
空
間
を
詠
じ
て
い
る
。

　
「
ぬ
き
乱
る
」
歌
は
、﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
第
十
七
・
雑
歌
上
、﹃
新
撰
和
歌

集
﹄、﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
な
ど
に
も
収
載
さ
れ
た
業
平
の
名
歌
で
あ
る
。
笑
い

を
誘
う
よ
う
な
歌
で
は
無
い
。

　

こ
の
「
ぬ
き
乱
る
」
歌
が
笑
い
を
誘
わ
れ
る
歌
で
な
い
こ
と
は
、
古
来
、
認

め
ら
れ
て
い
る
。

　

左
に
、「
わ
ら
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
ん
」
の
本
文
に
つ
い
て
、「
か
た
へ
の
人
」

が
「
わ
ら
ふ
」
理
由
を
解
釈
し
た
注
が
見
ら
れ
る
古
注
を
引
用
す
る（2
）。

ａ﹃
和
謌
知
顕
集
﹄（
伊
勢
物
語
知
顕
集
）

わ
ら
う
と
に
や
あ
り
け
り
け
ん
[
マ
マ
]
と
は
き
や
ま
ん
し
て
や
ほ
め
つ
ら

ん
と
い
ふ
事
な
る
へ
し 

（
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
・
巻
二
48
オ
7
）

ｂ
天
理
図
書
館
蔵
﹃
和
語
知
顕
集
﹄

か
た
へ
の
人
わ
ら
ふ
事
に
や　

ほ
め
つ
ら
ん
と
い
ふ
事
な
る
へ
し

 

（
26
オ
1
）

ｃ
一
条
兼
良
﹃
伊
勢
物
語
愚
見
抄
﹄

か
た
へ
の
人
わ
ら
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
ん

わ
ら
ふ
は
哥
の
わ
ろ
く
て
お
か
し
く
思
ふ
に
は
あ
ら
す
入
興
し
た
る

心
也 

（
時
雨
亭
文
庫
蔵
兼
良
自
筆
本（3
）・
下
27
オ
）

ｄ
宗
祇
﹃
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
﹄

か
た
へ
の
人
わ
ら
ふ
事
に
や　
　

入
興
の
義
也

 

（
国
文
研
蔵
本
︿
98-

727
﹀
64
オ
）



─　　─74

ｅ﹃
伊
勢
物
語
奥
秘
書
﹄

わ
ら
ふ
事
有
け
ん
と
は
衛
府
介
共
の
褒
美
す
る
事
也

 

（
国
文
研
蔵
本
︿
98-

730
﹀
第
四
冊
27
オ
）

ｆ﹃
伊
勢
物
語
聞
書
﹄

か
た
へ
の
人
わ
ら
ふ
こ
と
に
や

　

入
興
の
義
也 

（
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
巻
下
（0133

）・
13
オ
）

ｇ
﹃
伊
抄
﹄

か
た
へ
の
人
わ
ら
ふ
こ
と
に
や　

卑
下
の
辞
也
。
一
は
入
興
也
。

　
（﹃
伊
勢
物
語
古
注
釈
大
成　

巻
第
四
﹄︿
二
〇
〇
九
年
、
笠
間
書
院
﹀
一

五
八
頁
）

　

右
の
ご
と
く
、
源
経
信
（
一
〇
一
六
︱
一
〇
九
七
）
作
と
さ
れ
る
﹃
和
謌
知

顕
集
﹄
以
来
、「
ぬ
き
乱
る
」
歌
は
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る（4
）。

　
ｃ﹃
伊
勢
物
語
愚
見
抄
﹄
も
、「
哥
の
わ
ろ
く
て
お
か
し
く
思
ふ
に
は
あ
ら
す
」、

と
し
、「
入
興
し
た
る
心
也
」
と
述
べ
る
。

　

そ
し
て
、「
ほ
め
」、「
入
興
し
た
る
心
」
で
笑
わ
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
確
認

し
た
。

　

そ
の
た
め
、「
か
た
へ
の
人
わ
ら
ふ
こ
と
に
や
」
を
「
卑
下
の
辞
也
」
と
す
る

ｇ
﹃
伊
抄
﹄
の
解
釈
も
出
る
。
歌
を
卑
下
し
て
、
笑
わ
れ
る
よ
う
な
歌
で
あ
っ
た
、

と
書
い
た
と
す
る
意
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
は
、「
わ
ら
ふ
こ
と
に
や
有
け
ん
こ
の
哥
に
め
て
ゝ
や
み
に

け
り
」
と
続
く
こ
と
が
理
解
で
き
な
い
。
笑
っ
て
い
た
歌
に
愛
で
て
、
そ
の
笑

い
が
止
ん
だ
、
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
も
、
高
く
評
価
す
べ
き
「
ぬ
き
乱
る
」
歌
に
続
く
「
と
よ
め
り
け
れ
は

わ
ら
ふ
こ
と
に
や
有
け
ん
」
を
説
明
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
説
で
あ
ろ
う
。

承
服
で
き
な
い
。

三
、「
か
た
へ
の
人
」
が
笑
っ
て
い
た
歌

　

以
上
の
検
討
か
ら
、「
か
た
へ
の
人
」
が
「
ぬ
き
乱
る
」
の
歌
を
笑
っ
た
、
と

考
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

　

で
は
、「
か
た
へ
の
人
」
は
、
何
を
笑
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
も
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
中
の
こ
と
ば
か
ら
考
察
す
る
。

　
「
わ
ら
ふ
こ
と
に
や
有
け
ん
」
と
同
じ
「
に
や
あ
り
け
む
」
の
例
が
、﹃
伊
勢

物
語
﹄
に
他
に
三
例
存
す
る
。
左
に
引
用
す
る
。

○ 

こ
の
女
、
い
と
久
し
く
あ
り
て
、
念
じ
わ
び
て
に
や
あ
り
け
む
、
い
ひ
お
こ

せ
た
る
。（
こ
ら
え
き
れ
な
く
な
っ
て
で
あ
ろ
う
か
）（
二
一
段
・
132
頁
）

○ 

す
こ
し
頼
み
ぬ
べ
き
さ
ま
に
や
あ
り
け
む
、
ふ
し
て
思
ひ
、
お
き
て
思
ひ
、

思
ひ
わ
び
て
よ
め
る
。（
少
々
頼
み
に
で
き
そ
う
な
よ
う
す
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
）（
九
三
段
・
195
頁
）

○ 

む
か
し
も
か
か
る
こ
と
は
、
世
の
こ
と
わ
り
に
や
あ
り
け
む
。（
世
間
一
般
の

道
理
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
）（
九
三
段
・
195
頁
）

　

い
ず
れ
の
「
に
や
あ
り
け
む
」
も
、「
に
や
」
と
「
け
む
」
と
で
、「
あ
り
」

が
過
去
に
存
し
た
こ
と
を
疑
い
な
が
ら
推
量
し
て
い
る（5
）。

　

し
た
が
っ
て
、
本
段
の
「
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
」
も
、「
笑
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
」
で
あ
り
、「
か
た
へ
の
人
、
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
」
は
、

「
か
た
へ
の
人
は
笑
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
の
意
で
あ
る
。

　

そ
の
笑
い
が
、「
ぬ
き
乱
る
」
の
「
歌
に
め
で
て
」、
止
ん
だ
。

　

よ
っ
て
、「
ぬ
き
乱
る
」
歌
の
前
に
、「
か
た
へ
の
人
」
は
笑
っ
て
い
た
。
本
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文
か
ら
は
、
そ
の
笑
い
の
対
象
は
、
直
前
の
「
わ
が
世
を
ば
」
の
歌
で
あ
っ
た

と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

わ
か
世
を
は
け
ふ
か
あ
す
か
と
ま
つ
か
ひ
の
／
な
み
た
の
た
き
と
い
つ
れ

た
か
け
ん

　
﹃
新
古
今
和
歌
集
﹄
巻
第
十
七
「
雜
中
」
に
採
ら
れ
る
こ
の
歌
は
、
不
遇
を
嘆

く
涙
の
滝
と
、
目
前
の
滝
と
の
高
さ
を
比
べ
て
い
る
。
人
一
人
が
ど
れ
ほ
ど
泣

い
て
も
、
そ
の
涙
の
高
さ
が
二
十
丈
の
滝
に
及
ぶ
は
ず
が
な
い
。

　
「
か
た
へ
の
人
、
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
」
は
、
こ
の
「
わ
が
世
を
ば
」
の

歌
を
聞
い
て
、「
か
た
へ
の
人
」
は
笑
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
量
し
た
一
文

で
あ
る
。四

、
結
論
　
︱
問
題
部
分
の
解
釈
︱

　

以
上
で
、
最
初
に
記
し
た
、
現
行
注
釈
書
の
解
釈
に
対
す
る
疑
問

　

○「
笑
ふ
こ
と
」
は
、「
お
か
し
み
を
覚
え
」
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

○「
ぬ
き
乱
る
」
の
歌
は
、「
お
か
し
み
を
覚
え
」
る
歌
で
あ
ろ
う
か
。

　

○ 「
お
か
し
み
を
覚
え
」
る
こ
と
と
「
興
じ
い
」
る
こ
と
と
が
同
時
に
起
き
る

で
あ
ろ
う
か
。

は
、
す
べ
て
解
消
さ
れ
た
。

　

意
想
外
の
対
比
を
詠
ん
だ
「
わ
が
世
を
ば
」
の
歌
を
、「
か
た
へ
の
人
」
は

笑
っ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
次
の
「
ぬ
き
乱
る
」
歌
の
み
ご
と
な
で
き
ば
え
に
、
そ
の
笑
い
は

止
み
、
こ
の
名
歌
に
続
け
て
歌
を
詠
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

　
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
こ
と
ば
に
即
せ
ば
、
右
の
解
釈
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
古
注
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
、
先
引
の
「
新
編 

日
本
古
典
文
学
全

集
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
現
行
の
注
釈
書
は
、
人
々
が
笑
っ
て
い
た
の
は

「
ぬ
き
乱
る
」
の
歌
で
あ
る
、
と
す
る
無
理
な
解
釈
が
大
多
数
で
あ
る（6
）。

　

そ
の
中
で
、「
新
潮
日
本
古
典
集
成
」（
一
九
七
六
年
、
新
潮
社
）
に
、
渡
辺

実
に
よ
る
、
左
の
頭
注
が
見
ら
れ
る
。

歌
の
後
の
「
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
」
と
「
こ
の
歌
に
め
で
て
や
み
に

け
り
」
と
が
、
調
和
し
な
い
の
で
諸
説
が
あ
る
。
だ
が
「
笑
ふ
」
は
行
平

の
歌
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
行
平
は
、
一
種
の
歌
会
と
な
っ
た
こ
の

場
面
で
「
ま
づ
」
歌
を
よ
ん
で
い
る
点
か
ら
見
て
、
い
わ
ば
こ
の
集
ま
り

の
正
客
と
い
う
格
好
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
る
に
行
平
は
、
主あ
る
じ

が
弟
業

平
で
あ
り
、
集
ま
っ
て
い
る
の
も
部
下
ク
ラ
ス
だ
と
い
う
気
安
さ
か
ら
か
、

身
の
不
遇
を
露
骨
に
嘆
く
歌
を
よ
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
場
違
い
な
と

内
心
で
笑
っ
て
い
た
ら
し
い
人
が
、
つ
づ
く
業
平
の
、
同
じ
く
身
の
不
遇

を
よ
み
な
が
ら
も
す
ぐ
れ
た
歌
に
動
か
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ば
業
平
は
こ
の
場
面
で
、
主あ
る
じ

と
し
て
は
正
客
を
、
弟
と
し
て
は
兄
を
、

救
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
「「
笑
ふ
」
は
行
平
の
歌
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」、
と
断
定
を
避
け
て
い
る

も
の
の
、「
か
た
へ
の
人
」
は
「
わ
が
世
を
ば
」
の
歌
を
笑
っ
て
い
た
、
と
い
う

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

五
、
む
す
び
　
︱
こ
と
ば
に
即
し
て
古
典
文
学
を
読
む
︱

　

学
術
誌
「
文
学
・
語
学
」
219
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）
は
、「
国
語
学
小
特 

集　

日
本
語
研
究
と
日
本
文
学
研
究
と
の
接
点
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
巻
頭
言 
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を
、
左
に
部
分
引
用
す
る
。

日
本
文
学
研
究
と
日
本
語
研
究
と
は
隣
接
分
野
で
あ
り
な
が
ら
、
現
状
に

お
い
て
、
そ
の
最
新
の
研
究
成
果
が
互
い
に
参
照
さ
れ
る
機
会
は
そ
れ
ほ

ど
多
く
な
く
、
そ
の
意
味
で
昔
よ
り
も
接
点
を
失
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
ま
す
。

（
中
略
）

語
学
研
究
と
文
学
研
究
と
は
、
最
終
的
に
何
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る

の
か
と
い
う
目
的
を
異
に
し
て
い
ま
す
が
、
テ
キ
ス
ト
の
正
確
な
読
解
・

解
釈
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
そ
の
目
的
を
共
有
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
で
し
ょ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
語
学
研
究
と
文
学
研
究
は
、
今
で
も

な
お
、
一
つ
の
接
点
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

　
「
文
学
・
語
学
」
と
い
う
名
の
学
術
誌
が
「
今
で
も
な
お
、
一
つ
の
接
点
を
有

し
て
い
る
」
と
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
文
学
と
語
学
の
専
門
化
・
細
分
化

が
進
ん
で
来
た
。

　

と
は
い
え
、
つ
ぎ
の
動
き
も
あ
る
。
右
特
集
号
の
巻
頭
論
文
か
ら
引
用
す
る
。

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
日
本
語
史
研
究
は
古
典
文
学
の
テ
キ
ス
ト
を
資
料

と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た

め
に
は
、
資
料
と
し
た
テ
キ
ス
ト
に
何
が
書
い
て
あ
る
か
、
理
解
で
き
る

こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
語
史
研
究
者
は
、
そ
の
内
容
の

読
解
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
古
典
文
学
研
究
者
の
業
績
に
依
存
し
て
い

る
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
読
解
が
正
確
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
。

し
か
し
、
人
間
の
業
（
わ
ざ
）
と
し
て
、
も
と
よ
り
完
璧
な
は
ず
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
語
史
研
究
者
は
、
自
ら
の
問
題
と
し
て
そ
れ
ら
の
読

解
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
語
史
研
究
の
成
果
あ
る
い

は
日
本
語
学
的
な
関
心
に
基
づ
い
て
、
問
題
を
解
決
す
れ
ば
、
自
己
の
研

究
に
役
立
つ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
古
典
文
学
研
究
に
一
定
の
貢
献
を
果

た
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
山
口
佳
紀
「﹃
大
和
物
語
﹄
諸
段
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て 

︱
︱
日
本
語
学
か

ら
の
貢
献
︱
︱
」）

　

山
口
佳
紀
﹃
伊
勢
物
語
を
読
み
解
く 

表
現
分
析
に
基
づ
く
新
解
釈
の
試
み
﹄

（
二
〇
一
八
年
、
三
省
堂
）
は
、
文
学
・
語
学
研
究
者
の
必
読
文
献
で
あ
る
。

　

ま
た
、
小
松
英
雄
﹃
伊
勢
物
語
の
表
現
を
掘
り
起
こ
す　
︽
あ
づ
ま
く
だ
り
︾

の
起
承
転
結
﹄（
二
〇
一
〇
年
、
笠
間
書
院
）
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
は
、

　

本
書
で
試
み
る
の
は
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
の
表
現
を
、
テ
ク

ス
ト
の
一
字
一
句
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
、
隅
か
ら
隅
ま
で
、
書
き
手
が
意

図
し
た
と
お
り
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
地
味
な
基
礎
作
業
で
す
。
そ
の
作

業
を
つ
う
じ
て
、
こ
れ
ま
で
、
平
安
末
期
以
来
の
歌
学
者
か
ら
現
今
の
国

文
学
者
に
至
る
ま
で
、
読
み
誤
っ
た
り
見
過
ご
し
た
り
し
て
き
た
、
繊
細

で
豊
か
な
仮
名
文
テ
ク
ス
ト
の
表
現
を
発
見
す
る
こ
と
が
、
仮
名
文
の
表

現
を
掘
り
起
こ
す
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

の
段
落
か
ら
始
ま
る
。

　

各
章
あ
る
い
は
本
書
全
体
の
結
論
に
は
、
異
論
も
存
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
小
松
が
導
い
た
「
テ
ク
ス
ト
の
一
字
一
句
」
の
解
釈
を
否
定
す
る

に
は
、
集
め
ら
れ
た
根
拠
か
、
そ
れ
ら
の
根
拠
に
基
づ
く
推
論
を
否
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

文
学
は
こ
と
ば
の
芸
術
で
あ
る
か
ら
、
テ
キ
ス
ト
の
こ
と
ば
の
研
究
は
、
文

学
研
究
の
基
礎
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
こ
と
ば
に
関
し
て
も
、

多
く
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
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た
と
え
ば
、「
筒
井
筒
」
と
し
て
教
科
書
に
多
く
採
用
さ
れ
る
第
二
十
三
段
冒

頭
の
「
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
」
に
つ
い
て
、
仁
平
道
明
「「
ゐ
な
か
わ
た

ら
ひ
」
考
」（「
解
釈
」
一
九
八
二
年
十
一
月
号
）
が
有
る
。「
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ

し
け
る
人
」
と
は
、「
秩
満
解
任
之
人
、
王
臣
子
孫
之
徒（7
）」
の
よ
う
な
、
京
か
ら

「
ゐ
な
か
」
の
荘
園
等
に
集
団
で
下
っ
て
き
て
住
み
着
い
た
人
た
ち
で
あ
り
、
第

二
十
三
段
の
男
と
女
と
は
、
そ
の
「
子
ど
も
」
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。「
ゐ
な

か
」
と
は
京
以
外
の
畿
内
諸
国
で
あ
っ
て（8
）、「
大
和
は
、
伊
勢
物
語
に
あ
っ
て
は
、

ま
さ
に
「
ゐ
な
か
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」（
仁
平
道
明
（
一
九
八
二
）
44
頁
）。

　

仁
平
は
、「
彼
等
が
京
か
ら
移
り
住
ん
だ
「
ゐ
な
か
」
に
は
、
そ
の
集
団
が
暮

ら
す
た
め
に
必
要
な
共
同
の
井
戸
が
掘
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て

「
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
」
は
、
そ
の
井
戸
の
そ
ば
で
い
っ
し
ょ

に
遊
ん
だ
の
だ
ろ
う
。」
と
も
後
に
述
べ
た
（
仁
平
道
明
「
井
の
も
と
に
出
で
て

あ
そ
び
け
る
を
」（﹃
解
釈
﹄
二
〇
二
三
年
、
三
・
四
月
号
））。

　

一
九
八
二
年
に
公
表
さ
れ
た
仁
平
の
説
は
、
教
科
書
の
注
に
よ
う
や
く
採
用

さ
れ
て
き
た
。

　

古
代
の
こ
と
ば
は
、
未
解
明
の
部
分
が
大
き
い
。

　

文
学
研
究
・
語
学
研
究
と
も
、
こ
と
ば
の
研
究
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
文
章

読
解
の
必
要
性
は
、
将
来
も
失
わ
れ
る
こ
と
が
無
い
。

注（
1
）　

多
く
の
注
釈
書
が
採
用
す
る
定
家
本
系
天
福
本
の
段
落
分
け
に
よ
る
通

番
で
示
す
。

（
2
）　

他
の
古
注
・
旧
注
に
見
ら
れ
る
、
記
者
が
自
ら
を
嘲
っ
た
「
自
記
」
で

あ
る
と
い
う
注
や
、
本
文
を
「
わ
ら
へ
ご
と
に
や
有
け
ん
」
に
改
変
し
た

注
は
、「
か
た
へ
の
人
」
が
「
わ
ら
ふ
」
理
由
で
は
な
い
た
め
、
引
用
を
省

略
し
た
。

（
3
）　

武
井
和
人
氏
蔵
兼
良
自
筆
本
は
、「
か
た
へ
の
人
わ
ら
ふ
こ
と
に
や

わ
ら
ふ
は
う
た
の
あ
し
く
て
を
か
し
き
／
に
は
あ
ら
す
入
興
す
る
心
也
」

（
73
オ
）
と
あ
る
。

（
4
）　
ａ﹃
和
謌
知
顕
集
﹄
の
「
き
や
ま
ん
」
に
比
定
さ
れ
る
語
が
不
明
で
あ
る
。

今
は
、「
ほ
め
つ
ら
ん
」
の
結
句
を
評
価
語
と
し
て
判
断
し
た
。

（
5
）　
﹃
例
解
古
語
辞
典　

第
三
版
﹄（
一
九
九
二
年
、
三
省
堂
）
で
は
、「
に

や
」
に
「「
あ
ら
む
」「
あ
る
ら
む
」「
あ
り
け
む
」
に
続
け
て
用
い
、
係
り

結
び
と
な
っ
て
、
全
体
で
、
疑
い
の
気
持
ち
を
加
え
て
事
態
を
推
量
す
る

意
を
表
わ
す
。
⋮（
の
）
で
⋮
か
。」、「
け
む
」
に
「
過
去
に
実
現
し
た
物

ご
と
に
つ
い
て
、
推
量
す
る
意
を
表
わ
す
。」
の
注
が
有
る
。

（
6
）　
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
現
行
注
釈
書
は
多
い
た
め
、
広
く
参
照
さ
れ
て
い
る
も

の
と
比
較
的
新
し
い
も
の
か
ら
、「
わ
ら
ふ
こ
と
に
や
有
け
ん
」
の
解
釈
を

示
し
た
も
の
に
限
っ
て
引
用
す
る
。

○
大
津
有
一
・
築
島
裕
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」（
一
九
五
七
年
、
岩
波
書

店
）
頭
注

興
味
を
持
ち
お
か
し
く
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
の
意
か
。
愚
か
な
着
想
を

笑
う
の
で
あ
ろ
う
か
、
の
意
と
も
い
う
。

○
秋
山
虔
「
新 

日
本
古
典
文
学
大
系
」（
一
九
九
七
年
、
岩
波
書
店
）
脚

注
こ
の
「
笑
ふ
」
は
、
衛
府
督
の
歌
の
重
苦
し
さ
を
巧
み
に
逸
ら
し
た
奇

抜
な
歌
の
趣
向
に
、
人
々
は
ほ
っ
と
し
て
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
声
を
あ
げ

た
の
で
あ
ろ
う
。
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○
永
井
和
子
「
笠
間
文
庫
」（
二
〇
〇
八
年
、
笠
間
書
院
）「
笑
ふ
。」
へ
の

脚
注よ

く
わ
か
ら
な
い
。「
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
」
と
続
け
て
、「
前
の

歌
に
つ
い
て
笑
っ
て
い
た
人
た
ち
が
」、「
笑
う
表
現
だ
っ
た
ろ
う
か
、

そ
う
で
は
な
く
」「
苦
笑
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
」
な
ど

と
解
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
切
っ
て
解
し
た
。

○
片
桐
洋
一
﹃
伊
勢
物
語
全
読
解
﹄（
二
〇
一
三
年
、
和
泉
書
院
）
語
釈

「
笑
ふ
こ
と
に
や
有
り
け
ん
」
は
「
笑
う
ほ
ど
に
お
か
し
な
歌
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
、
次
の
「
こ
の
歌
に
め

で
て
⋮
」
に
続
か
な
い
。
強
い
疑
問
、
も
し
く
は
反
語
と
見
て
、「
笑
う

ほ
ど
に
お
か
し
な
歌
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
い
や
そ
う
で
は
な
く
、
他

の
人
に
は
こ
れ
以
上
の
歌
が
詠
め
な
い
の
で
、
こ
の
歌
に
感
心
し
て
、

こ
の
場
で
の
小
歌
会
は
お
開
き
に
な
っ
た
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
7
）　
﹃
類
聚
三
代
格
﹄
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
九
月
十
一
日
・
太
政
官
符
「
応

禁
制
京
戸
子
弟
居
住
外
国
事
」
の
一
文
で
あ
る
。
こ
の
太
政
官
符
は
、「
右

斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
六
月
廿
五
日
格
偁
、
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
四

月
廿
九
日
下
太
宰
府
符
偁
、
従
二
位
行
大
納
言
神
王
宣
、
奉
勅
、
括
責
浮

宕
、
先
己
下
知
」
と
始
ま
る
。「
応
禁
制
京
戸
子
弟
居
住
外
国
事
」
と
同
様

の
下
知
は
、
し
ば
し
ば
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
時

代
に
、「
京
戸
子
弟
居
住
外
国
」
の
常
態
化
が
有
っ
た
こ
と
も
、
仁
平
は
指

摘
し
て
い
る
。

（
8
）　
「
伊
勢
物
語
で
は
、「
あ
づ
ま
」
や
「
み
ち
の
く
に
」
や
「
つ
く
し
」
を

舞
台
と
す
る
章
段
に
「
ゐ
な
か
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
ら
の
土
地
は
、
伊
勢
物
語
作
者
に
と
っ
て
は
、「
ゐ
な
か
」
で
す
ら
な
い

辺
境
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。」（
仁
平
道
明
（
一
九
八
二
）
44
頁
）、
と
さ
れ

る
。

（
広
島
大
学
）


